
－  86  －－  87  －

一
　
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
と
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
主
義
の
改
革
運
動

　
科
学
史
お
よ
び
教
会
史
上
、
激
し
く
揺
れ
動
い
た
ル
ネ
サ
ン
ス

期
に
関
し
て
、
本
研
究
（
１
）

は
一
六
世
紀
後
半
に
起
源
を
有
す
る
い

わ
ゆ
る
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
主
義
（Paracelsism

us/Paracelsian 
M

ovem
en （

２
）

t

）
と
い
う
ド
イ
ツ
語
話
者
に
よ
る
改
革
運
動
を
対
象
と

し
て
い
ま
す
。
自
然
科
学
と
宗
教
と
い
う
二
つ
の
領
域
が
交
差
す

る
こ
の
学
際
的
運
動
の
事
例
研
究
と
し
て
、
世
紀
転
換
期
（
一
六

／
一
七
世
紀
）
に
活
躍
し
た
医
学
的
人
文
主
義
者
に
し
て
パ
ラ
ケ

ル
ス
ス
主
義
者
で
あ
っ
た
ツ
ァ
イ
ツ
の
パ
ウ
ル
・
リ
ン
ク
（Paul 

Linck

）
の
歴
史
哲
学
的
著
作
を
検
討
し
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、

リ
ン
ク
の
思
想
世
界
に
お
い
て
は
、
化
学
の
前
形
態
と
し
て
の
錬
金

術
に
か
ん
す
る
自
然
科
学
的
（
な
い
し
自
然
哲
学
的
）
な
思
想
と
、

宗
教
的
な
終
末
思
想
と
が
相
互
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か

に
し
ま
す
。

 

　
し
か
し
な
が
ら
リ
ン
ク
の
錬
金
術
的
な
終
末
論
に
つ
い
て
仔
細
に

取
り
上
げ
る
前
に
、
ま
ず
は
上
述
の
改
革
運
動
の
主
要
人
物
、
ス
イ

ス
生
ま
れ
の
医
師
に
し
て
自
然
哲
学
者
で
あ
っ
た
テ
オ
フ
ラ
ス
ト

ゥ
ス
・
ボ
ム
バ
ス
ト
・
フ
ォ
ン
・
ホ
ー
ヘ
ン
ハ
イ
ム
、
す
な
わ
ち

パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
（Theophrastus Bom

bast von H
ohenheim

, 
genannt Paracelsus, 1493/94-1541

）
に
触
れ
て
お
く
べ
き
で

　
報
告
五

　
錬
金
術
と
終
末
論
　
ド
イ
ツ
の
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
主
義
者

　
　
　
パ
ウ
ル
・
リ
ン
ク
と
そ
の
救
済
史
観
　

　
村
　
瀬
　
天
出
夫
　

　
簗
　
田
　
　
航
　
訳
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し
ょ
う
（
３
）

。
そ
れ
は
以
下
に
お
い
て
、
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
主
義
者
と
呼
ば

れ
る
彼
の
支
持
者
た
ち
の
登
場
と
、
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
受
容
史
に
お
け

る
彼
ら
の
影
響
を
検
討
す
る
た
め
で
す
。

　
科
学
史
的
に
は
、
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
の
影
響
は
二
つ
の
観
点
か
ら

観
察
さ
れ
る
べ
き
で
す
。
ま
ず
一
つ
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
医
学
史
の

観
点
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
化
学
を
医
学
へ
導
入
し
よ
う
と
す
る
改

革
の
努
力
が
あ
り
ま
し
た
（
４
）

。
と
り
わ
け
有
機
的
な
薬
物
（m

ateria 
m

edica

）
に
基
礎
を
置
い
た
い
わ
ゆ
る
ガ
レ
ノ
ス
主
義
に
お
け
る

従
来
の
薬
学
と
の
対
立
に
お
い
て
、
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
と
そ
の
支
持
者

た
ち
は
無
機
的
な
、
す
な
わ
ち
鉱
物
や
金
属
に
由
来
す
る
薬
の
導
入

を
主
張
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
錬
金
術
・
化
学
に
基
づ
い
た
調
薬
が

新
た
な
医
薬
学
的
手
法
と
し
て
打
ち
立
て
ら
れ
、
最
終
的
に
一
七
世

紀
に
は
近
代
化
学
（
医
化
学
）
を
確
立
す
る
こ
と
へ
繋
が
り
ま
す
。

　
次
に
、
初
期
近
代
の
化
学
史
と
の
関
連
も
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
は
、
従
来
の
物
質
理
論
の
見
直
し
を
求
め
る
パ

ラ
ケ
ル
ス
ス
の
主
張
は
、
後
に
近
代
に
お
け
る
粒
子
理
論
の
発
展
へ

繋
が
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
（
例
え
ば
、
一
七
世
紀
後
半
の
原
子
論

の
よ
う
に
（
５
）
）。
四
元
素
説
（
火
、
空
気
、
水
、
土
）
に
基
礎
を
置
く

ス
コ
ラ
哲
学
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
の
物
質
理
論
に
対
し
て
、
パ

ラ
ケ
ル
ス
ス
と
彼
の
支
持
者
た
ち
は
錬
金
術
に
基
づ
い
た
説
、
い
わ

ゆ
る
「
三
原
質
説
」（tria prim

a

：
硫
黄
、
水
銀
お
よ
び
塩
の
三

つ
を
物
質
の
始
源
的
な
原
理
と
し
た
）
を
提
唱
し
ま
し
た
。
そ
れ
に

よ
り
古
代
と
中
世
の
自
然
哲
学
を
修
正
し
つ
つ
、
同
時
に
そ
の
権
威

（
と
り
わ
け
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
）
を
相
対
化
し
よ
う
と
し
た
の
で
す
。

し
た
が
っ
て
近
代
化
学
の
発
展
の
流
れ
に
お
い
て
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
主

義
は
、
経
験
主
義
的
な
自
然
研
究
、
す
な
わ
ち
観
察
と
実
験
に
基
づ

き
自
然
世
界
を
化
学
的
に
読
み
解
こ
う
と
す
る
自
然
研
究
を
求
め
ま

し
た
。

　
そ
の
科
学
史
に
お
け
る
影
響
に
つ
い
て
今
日
の
―
前
述
の
よ
う
な

―
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
評
価
と
認
識
と
は
対
照
的
に
、
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
は

存
命
中
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
フ
ェ
ラ
ー
ラ
で
医
学

博
士
号
を
取
得
し
た
後
、
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
は
一
五
二
七
年
に
は
バ
ー

ゼ
ル
で
市
医
の
職
を
得
て
、
同
地
の
大
学
で
教
鞭
を
執
り
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
常
に
攻
撃
的
な
医
師
は
同
地
の
医
学
に
携
わ
る

同
僚
た
ち
と
の
対
立
に
よ
り
一
年
足
ら
ず
で
都
市
を
去
ら
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
博
士
号
を
有
す
る
医
師
に
相
応
し
い
公
的
な

地
位
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
彼
の
試
み
は
挫
折
し
た
の
で
す
。
彼
の

莫
大
で
、
大
部
分
が
ド
イ
ツ
語
で
記
さ
れ
た
医
学
的
、
自
然
哲
学

的
（
６
）

、
神
学
的
（
７
）

な
内
容
の
著
作
の
う
ち
彼
が
刊
行
で
き
た
の
は
ご
く
僅

か
で
し
た
。
と
い
う
の
も
彼
は
長
年
に
わ
た
る
努
力
に
も
か
か
わ
ら

ず
自
著
を
刊
行
し
て
く
れ
る
出
版
者
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
か
ら
で
す
。
彼
が
一
五
四
一
年
に
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
で
亡
く
な
っ

た
時
、
彼
は
数
多
く
の
未
刊
行
著
作
を
手
稿
の
形
で
残
し
ま
し
た
（
８
）
。
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錬
金
術
と
終
末
論
　
ド
イ
ツ
の
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
主
義
者
パ
ウ
ル
・
リ
ン
ク
と
そ
の
救
済
史
観
（
村
瀬
）

　
そ
の
後
二
〇
年
間
経
っ
て
よ
う
や
く
新
た
な
受
容
が
始
ま
り
ま
し

た
。
多
く
の
医
学
的
人
文
主
義
者
た
ち
が
彼
の
残
し
た
手
稿
を
手
に

入
れ
、
そ
れ
ら
を
公
刊
し
よ
う
と
努
力
し
た
の
で
す
（
９
）

。
こ
う
し
た
出

版
運
動
は
一
六
世
紀
の
転
換
期
に
そ
の
頂
点
を
迎
え
ま
し
た
。
パ
ラ

ケ
ル
ス
ス
に
よ
る
医
学
―
自
然
哲
学
の
著
作
は
ケ
ル
ン
選
定
侯
エ
ル

ン
ス
ト
・
フ
ォ
ン
・
バ
イ
エ
ル
ン
（Ernst von Bayern, 1554-

1612

）
の
求
め
に
応
じ
て
一
〇
巻
本
の
全
集
が
四
折
判
で
公
刊
さ
れ

ま
し
た
（
バ
ー
ゼ
ル
、
一
五
八
九
／
九
一
年
）。
そ
の
後
ま
も
な
く

彼
の
外
科
的
著
作
の
全
集
も
二
折
判
で
公
刊
さ
れ
ま
し
た
（
ス
ト
ラ

ス
ブ
ー
ル
、
一
六
〇
五
年）
（1
（

）。

　
彼
直
筆
の
著
作
は
既
に
全
て
失
わ
れ
て
い
る
と
い
う
今
日
に
お
け

る
残
存
状
況
を
見
れ
ば）
（（
（

、
強
調
す
べ
き
は
現
代
の
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
研

究
が
常
に
、
当
時
の
医
学
的
人
文
主
義
を
身
に
つ
け
た
パ
ラ
ケ
ル
ス

ス
主
義
者
た
ち
に
よ
る
編
集
文
献
学
的
な
努
力
の
恩
恵
を
受
け
て
い

る
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
散
在
す
る
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
の
原
稿
を
収

集
し
、
更
に
写
字
し
、
編
集
し
、
公
刊
す
る
努
力
で
す
。
こ
れ
ら
パ

ラ
ケ
ル
ス
ス
主
義
者
ら
の
「
出
版
攻
勢）
（1
（

」
の
中
で
、
教
養
あ
る
医
学

的
人
文
主
義
者
た
ち
は
ま
た
同
時
に
彼
ら
自
身
が
執
筆
し
た
著
作
で

も
っ
て
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
の
医
学
及
び
自
然
哲
学
的
思
想
を
守
り
広
め

よ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
医
学
及
び
自
然
科
学
に
お
け
る
彼

ら
の
改
革
運
動
を
促
進
す
る
た
め
で
あ
り
、
そ
の
運
動
は
、
下
記
に

見
る
よ
う
に
、宗
教
お
よ
び
終
末
論
的
な
色
彩
を
帯
び
て
い
ま
し
た
。

二
　
パ
ウ
ル
・
リ
ン
ク

　
こ
う
し
た
人
文
主
義
的
な
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
主
義
者
の
中
で
も
ツ
ァ

イ
ツ
の
パ
ウ
ル
・
リ
ン
ク
が
特
筆
さ
れ
る
べ
き
で
す）
（1
（

。
彼
は
先
述
し

た
一
五
八
九
／
九
一
年
の
全
集
の
共
編
者
で
も
あ
り
ま
し
た
。
遅
く

と
も
一
五
八
四
年
以
来
、
リ
ン
ク
は
、
医
師
で
あ
り
全
集
の
編
者
で

あ
っ
た
ヨ
ハ
ン
・
フ
ー
ザ
ー
（Johann H

user, c.1545-c.1600

）

の
下
で
、
当
時
ノ
イ
ブ
ル
ク
（
ア
ン
・
デ
ア
・
ド
ナ
ウ
）、
バ
ー
ゼ
ル
、

ベ
ル
ン
に
保
管
さ
れ
て
い
た
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
の
手
稿
を
収
集
す
る
こ

と
で
、
フ
ー
ザ
ー
の
編
集
活
動
を
手
助
け
し
て
い
ま
し
た）
（1
（

。「
医
学

及
び
哲
学
の
学
徒
」（studiosus m

edicinae et philosophiae

）

と
し
て
知
ら
れ
た
リ
ン
ク
は
遅
く
と
も
一
五
九
九
年
以
降
「
医
学

博
士
」（D

octor m
edicinae

）
を
名
乗
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
機

会
詩
人
で
も
あ
っ
た
彼
は
全
集
刊
行
に
あ
た
っ
て
、「
パ
ラ
ケ
ル
ス

ス
讃
歌
」（C

andida, 1589

）
と
全
集
の
パ
ト
ロ
ン
で
あ
る
「
エ

ル
ン
ス
ト
・
フ
ォ
ン
・
バ
イ
エ
ル
ン
に
捧
げ
る
詩
」（C

arm
en 

heroicum
 encom

iaticon,  1588

）
を
執
筆
し
て
い
ま
す）
（1
（

。

　
主
著
と
し
て
は
歴
史
神
学
的
著
作
の
『
三
時
代
に
つ
い
て
』

（R
echter B

ericht von den dreyen Zeitaltern , 1599

［
成
立
］

/ 1602
［
加
筆
］）
が
手
稿
の
形
で
の
み
伝
わ
っ
て
い
ま
す）
（1
（

。
四
部

か
ら
な
る
こ
の
著
作
は
救
済
史
を
叙
述
し
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
ヨ
ア

キ
ム
主
義
の
三
時
代
説
に
立
脚
し
て
い
ま
す）
（1
（

。
第
一
部
は
リ
ン
ク
の
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歴
史
認
識
に
つ
い
て
の
概
観
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
地
上

の
歴
史
は
三
位
一
体
説
に
基
づ
い
て
三
つ
の
時
代
に
区
分
さ
れ
ま

す
。リ
ン
ク
に
よ
れ
ば
第
一
の
時
代（
父
な
る
神
の
時
代
）は
古
き「
旧

約
聖
書
の
時
代
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト

の
誕
生
を
も
っ
て
第
二
の
時
代（「
神
の
息
子
に
よ
る
第
二
の
時
代
」）

が
始
ま
っ
た
と
さ
れ
ま
す
。
こ
の
第
二
の
時
代
の
終
わ
り
に
生
き
て

い
る
と
信
じ
る
リ
ン
ク
は
、
至
福
の
未
来
、
つ
ま
り
三
番
目
と
な
る

最
後
の
「
聖
霊
の
時
代
」
の
到
来
を
待
ち
望
み
ま
す）
（1
（

。

　
第
二
部
で
リ
ン
ク
は
彼
が
生
き
て
い
る
時
代
を
聖
書
主
義
的
に
解

釈
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
彼
は
―
過
去
を
年
代
順
に
記
述
す
る
の
と
並

ん
で
―
聖
書
の
典
拠
に
基
づ
い
た
歴
史
解
釈
を
試
み
ま
す
。
と
り
わ

け
共
観
福
音
書
の
終
末
論
（
マ
タ
イ
二
四
）
が
リ
ン
ク
の
解
釈
上
の

準
拠
枠
と
な
り
ま
す
。
彼
に
よ
れ
ば
、
福
音
書
に
お
い
て
既
に
予
期

さ
れ
て
い
た
「
終
末
の
徴
」
が
い
ま
や
相
次
い
で
現
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
一
六
世
紀
末
に
お
け
る
宗
教
上
・
教
会
上
の
動
揺
は）
（1
（

、
聖
書

の
終
末
の
預
言
が
実
現
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
リ
ン
ク

は
考
え
ま
す）
11
（

。

　
し
か
し
な
が
ら
リ
ン
ク
に
よ
れ
ば
、
今
や
頻
繁
に
確
認
さ
れ
る
終

末
の
徴
は
、歴
史
全
体
の
終
焉
を
指
し
示
す
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

む
し
ろ
そ
れ
ら
は
当
時
の
「
第
二
の
時
代
」
の
終
わ
り
を
知
ら
し
め

る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
も
っ
て
至
福
な
る
「
第
三
の
時
代
」
が
間

も
な
く
訪
れ
る
こ
と
を
伝
え
る
も
の
と
リ
ン
ク
は
考
え
ま
す）
1（
（

。
こ
う

し
た
よ
り
よ
い
未
来
へ
の
千
年
王
国
的
（chiliastisch

）
な
望
み

に
基
づ
き
リ
ン
ク
は
―
続
く
第
三
部
に
お
い
て
―
引
き
続
く
最
後
の

時
代
に
起
こ
る
こ
と
と
な
る
将
来
の
出
来
事
を
叙
述
し
、
最
終
的
に

第
三
の
時
代
の
終
わ
り
に
生
じ
る
世
界
の
没
落
に
つ
い
て
の
彼
の
解

説
を
続
け
ま
す
。

　
最
後
の
第
四
部
は
彼
の
終
末
論
の
典
拠
を
集
め
た
も
の
で
す
。
リ

ン
ク
は
先
行
す
る
三
部
に
お
い
て
は
聖
書
記
事
や
三
時
代
説
の
よ
う

な
歴
史
神
学
的
な
図
式
を
解
釈
の
道
具
と
し
て
用
い
て
い
る
の
に
対

し
て
、
第
四
部
で
は
歴
史
上
の
人
物
を
権
威
と
し
て
引
き
合
い
に
出

し
ま
す
。
つ
ま
り
彼
の
議
論
を
正
当
化
す
る
た
め
に
多
く
の
中
世
な

い
し
同
時
代
の
神
秘
主
義
者
―
例
え
ば
ヒ
ル
デ
ガ
ル
ド
・
フ
ォ
ン
・

ビ
ン
ゲ
ン
（H

ildegard von Bingen, 1098-1179

）
や
ブ
リ
ギ

ッ
タ
・
フ
ォ
ン
・
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
（B

rigitta von Schw
eden, 

1303-1373

）、
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
・
タ
ウ
ラ
ー
（Johannes Tauler, 

c.1300-1361

）、
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
・
ト
リ
テ
ミ
ウ
ス
（Johannes 

Trithem
ius, 1462-1516

）
あ
る
い
は
セ
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
フ
ラ

ン
ク
（Sebastian Franck, 1499-1543

）
―
を
彼
の
終
末
論
の

証
人
と
し
て
引
い
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
「
宗
教
的
叙
述

家
と
預
言
者
た
ち
」
の
一
人
と
し
て
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
も
数
え
入
れ
ら

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す）
11
（

。

　
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
の
後
世
の
影
響
と
の
関
連
に
お
い
て
リ
ン
ク
の
著

作
は
受
容
史
的
に
次
の
二
つ
の
観
点
か
ら
重
要
で
す
。
一
つ
目
は
、
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リ
ン
ク
が
著
書
の
第
四
部
に
お
い
て
バ
ラ
ケ
ル
ス
ス
の
神
学
的
な
著

作
を
引
用
し
て
い
る
点
に
求
め
ら
れ
ま
す）
11
（

。
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
の
神
学

的
著
作
は
当
時
ご
く
僅
か
な
例
外
を
除
い
て
未
刊
行
で
あ
り
、
そ
れ

ら
の
編
集
は
二
〇
世
紀
に
な
っ
て
初
め
て
始
ま
っ
た
も
の
で
す
（
現

在
も
未
完）
11
（

）。
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
の
神
学
的
著
作
の
受
容
史
に
お
い
て
、

文
書
の
所
有
者
が
同
定
さ
れ
る
の
は
た
い
へ
ん
稀
な
こ
と
で
す
。
リ

ン
ク
に
よ
る
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
の
テ
ク
ス
ト
引
用
が
示
す
の
は
、
リ
ン

ク
こ
そ
初
期
近
代
に
お
け
る
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
の
神
学
的
著
作
の
所
有

者
か
つ
管
理
者
の
一
人
だ
っ
た
と
い
う
事
実
で
す）
11
（

。

　
二
つ
目
は
、
リ
ン
ク
の
著
作
内
で
示
さ
れ
た
新
た
な
パ
ラ
ケ
ル
ス

ス
像
と
関
わ
り
ま
す
。
つ
ま
り
リ
ン
ク
に
お
い
て
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
は

宗
教
上
の
権
威
で
す
。
一
五
六
〇
年
代
と
一
五
七
〇
年
代
の
パ
ラ
ケ

ル
ス
ス
主
義
者
第
一
世
代
と
は
異
な
り
、
リ
ン
ク
に
と
っ
て
パ
ラ
ケ

ル
ス
ス
は
も
は
や
単
な
る
新
医
学
の
創
始
者
な
い
し
権
威
で
は
な

く
、「
終
末
の
予
告
者
」（「
預
言
者
」（Prophet

））
で
し
た
。
こ

の
よ
う
に
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
が
医
学
的
な
権
威
か
ら
宗
教
的
な
そ
れ
へ

と
変
容
し
様
式
化
さ
れ
る
例
は
、
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
主
義
運
動
が
一
六

世
紀
の
末
か
ら
宗
教
的
な
色
彩
を
帯
び
始
め
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
の
で
す）
11
（

。

　
こ
う
し
た
「
宗
教
的
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
主
義
」
の
潮
流
を
明
確
に
し

て
当
時
の
社
会
史
的
文
脈
に
位
置
付
け
る
た
め
に
、
以
下
で
は
リ
ン

ク
の
終
末
論
へ
と
―
彼
の
千
年
王
国
的
か
つ
自
然
神
学
的
思
想
を
例

に
―
よ
り
仔
細
に
迫
る
こ
と
と
し
ま
す
。

三
　
迫
る
終
末
へ
の
期
待

　
リ
ン
ク
の
終
末
論
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、「
第
三
の
時
代
」

に
つ
い
て
の
彼
の
記
述
に
よ
り
一
層
注
意
す
べ
き
で
し
ょ
う
。
リ
ン

ク
は
こ
れ
を
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
に
即
し
て
「
黄
金
時
代
」（aureum

 
seculum

）
と
も
呼
ん
で
い
ま
す）
11
（

。
学
問
的
お
よ
び
霊
的
に
進
歩
し

た
時
代
と
見
な
さ
れ
る
、
こ
の
来
る
終
末
の
時
代
こ
そ
、
リ
ン
ク
の

千
年
王
国
的
な
、
迫
る
終
末
へ
の
期
待
（N

aherw
artung

）
を
基

礎
づ
け
る
も
の
で
す
。

　
当
時
の
宗
教
―
政
治
的
不
和
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
リ
ン
ク
は

来
る
時
代
へ
平
和
の
期
待
を
か
け
ま
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
で

は
「
平
和
と
団
結
と
平
穏
」（Friede, E

inigkeit vndt Stille

）

の
み
が
全
地
を
覆
い
、「
黄
金
時
代
に
お
い
て
は
死
を
も
た
ら
す
武

器
は
役
に
立
た
ず
」、
そ
れ
ゆ
え
「
無
用
」
と
さ
れ
る）
11
（

。
彼
の
平
和

主
義
思
想
は
こ
こ
で
は
教
会
お
よ
び
聖
職
者
に
対
す
る
反
宗
派
主
義

的
な
批
判
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
過
去
「
七
〇
年

な
い
し
八
〇
年
」
続
い
て
き
た
戦
乱
は）
11
（

、
と
り
わ
け
宗
教
的
な
混
乱

に
、
つ
ま
り
論
争
神
学
に
陥
る
宗
派
教
会
間
の
対
立
と
不
和
（「
坊

主
ど
も
の
諍
い
」（Pfaffen K

riege

））
に
根
を
張
る
も
の
と
さ
れ

ま
す）
11
（

。
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分
裂
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
当
時
の
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
不

満
を
募
ら
せ
る
リ
ン
ク
は
、
最
後
の
審
判
の
日
を
前
に
キ
リ
ス
ト

が
「
地
上
に
彼
の
霊
的
な
王
国
を
」
打
ち
建
て
る
と
い
う
千
年
王
国

的
な
希
望
を
抱
き
ま
す
（「
精
緻
な
千
年
王
国
論
」（C

hiliasm
us 

subtilis

））
1（
（

） 

。
リ
ン
ク
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
に
お
い
て
教
会
分
裂
が
終

結
し
、
そ
れ
と
と
も
に
、
あ
ら
ゆ
る
宗
派
が
「
た
だ
一
人
の
羊
飼
い
」

（
キ
リ
ス
ト
）
の
下
で
一
つ
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
来
る
最
後
の
時

代
に
は
、

　
あ
ら
ゆ
る
宗
派
と
宗
旨
は
た
だ
一
つ
の
信
仰
の
下
に
あ
る
。 

［
…
］
た
だ
平
和
と
安
寧
だ
け
が
あ
り
、
人
々
は
も
は
や
互
い
に

争
う
こ
と
は
な
く
、い
が
み
合
う
こ
と
も
な
い
。［
…
］す
な
わ
ち
、

サ
タ
ン
で
も
異
端
者
で
も
世
俗
の
暴
君
で
も
な
く
、
キ
リ
ス
ト
が

支
配
を
一
手
に
握
る
の
で
あ
る）
11
（

。

　
千
年
王
国
論
に
彩
ら
れ
た
リ
ン
ク
の
融
和
神
学
は
ま
た
彼
の
終
末

論
的
―
楽
観
主
義
的
な
確
信
と
も
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。
パ
ラ
ケ
ル

ス
ス
の
錬
金
術
的
・
化
学
的
な
医
学
論
が
当
時
の
出
版
市
場
を
席
巻

す
る
の
を
目
の
当
た
り
に
す
る
リ
ン
ク
は
、
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
の
医
化

学
が
（
従
来
の
ガ
レ
ノ
ス
主
義
大
学
医
学
に
対
し
て
）
最
終
的
な
勝

利
を
収
め
る
と
い
う
確
信
を
露
わ
に
し
ま
す
。
リ
ン
ク
に
よ
れ
ば
、

　
黄
金
時
代
に
は
キ
リ
ス
ト
と
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
全
て
に
つ

い
て
正
し
い
理
解
が
知
れ
渡
る
だ
け
で
な
く
、
自
然
の
秘
薬

（Arcana

）
と
医
学
の
神
秘
（M

ysteria M
edicinae

）
と
が
、

今
よ
り
一
層
、
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う）
11
（

。

　
受
容
史
的
に
見
て
指
摘
さ
れ
る
べ
き
は
、
融
和
神
学
的
か
つ
科
学

主
義
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
リ
ン
ク
の
千
年
王
国
論
は
ま
た
パ
ラ
ケ

ル
ス
ス
の
終
末
論
に
も
基
づ
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
パ
ラ
ケ

ル
ス
ス
は
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
ず
に
残
っ
て
い
た
学
知
が
終
末
の
時

に
暴
か
れ
明
ら
か
に
な
る
と
信
じ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
リ
ン
ク

は
こ
こ
で
「
黄
金
時
代
に
お
け
る
学
芸
の
暴
露
（O

ffenbarung

）」

の
証
人
と
し
て
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
を
引
き
合
い
に
出
し
た
わ
け
で
す）
11
（

。

四
　
彼
岸

　
リ
ン
ク
の
終
末
論
は
彼
の
自
然
神
学
に
よ
っ
て
も
特
徴
づ
け
ら
れ

て
い
ま
す
。
自
然
探
求
か
ら
得
ら
れ
る
知
見
は
聖
書
の
記
述
と
矛

盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、
両
者
は
互
い
に
調
和
し
う
る
（
知
識
と

信
仰
の
一
致
）
と
い
う
彼
の
自
然
神
学
的
信
念
に
基
づ
き
、
リ
ン

ク
は
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
の
錬
金
術
概
念
を
援
用
し
て
終
末
の
出
来
事

（eschaton
）
を
解
釈
し
よ
う
と
試
み
ま
す
。

　
そ
の
際
と
り
わ
け
重
要
と
な
る
の
は
「
第
三
の
時
代
」
の
終
わ
り
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に
起
こ
る
と
さ
れ
る
最
終
的
な
世
界
の
没
落
（W

eltuntergang

）

の
解
釈
で
す
。
彼
の
一
連
の
聖
書
釈
義
（
ペ
ト
ロ
の
手
紙

二
三
、一
〇
―
一
三
）
に
お
い
て
リ
ン
ク
は
来
る
「
聖
霊
の
時
代
」

は
「
終
末
の
日
の
火
に
よ
る
全
世
界
の
崩
壊
と
共
に
そ
の
終
わ
り
を

迎
え
る
」
と
説
い
て
い
ま
す）
11
（

。
そ
れ
は
「
新
た
な
天
と
地
の
創
造
」

へ
と
続
く
「
古
き
創
造
」
の
終
結
と
さ
れ
ま
す）
11
（

。
リ
ン
ク
の
終
末
思

想
に
よ
れ
ば
、「
時
代
の
完
結
」（consum

m
atio seculi

）
は
錬

金
術
的
な
世
界
の
燃
焼
過
程
と
し
て
理
解
さ
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て

「
こ
の
世
の
変
成
」（transitio hujus m

undi

）
と
は
、

　
塩
、
水
銀
、
硫
黄
と
い
う
三
つ
の
始
原
的
要
素
へ
の
溶
解
な
い

し
瓦
解
で
あ
る
。そ
れ
ら［
三
つ
］は
、神
が
諸
物
質
を
構
成［
創
造
］ 

す
る
際
の
材
料
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る［
…
］。そ
れ
ら
へ
の
分
解
、

溶
解
、
ま
た
は
解
体
は
、［
…
］
液
化
（liquefactione

）
に
よ

っ
て
起
こ
る
の
で
あ
る）
11
（

。

　
こ
こ
で
リ
ン
ク
は
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
の
物
質
理
論
（
三
原
質
説
）
を

引
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
あ
ら
ゆ
る
自
然
界
の
物
体
は
三
つ

の
基
体
「
塩
」「
水
銀
」
お
よ
び
「
硫
黄
」
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る

と
さ
れ
ま
す）
11
（

。
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
の
錬
金
術
に
基
づ
い
た
世
界
観
に
依

拠
し
て
リ
ン
ク
は
、
あ
ら
ゆ
る
被
造
物
の
溶
解
の
結
果
、「
永
遠
不

可
視
の
霊
的
存
在
」
は
「
超
自
然
的
な 

［
神
の
］
火
に
よ
っ
て
純
化
」

さ
れ
る
、
と
説
き
ま
す
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
精
錬
と
分
離
（「
不

純
物
の
除
去
」）
と
い
う
錬
金
術
的
な
操
作
と
比
較
可
能
と
さ
れ
ま

す
。
す
な
わ
ち
、
神
が
超
自
然
的
な
火
を
用
い
て
被
造
物
を
純
化
す

る
終
末
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
錬
金
術
師
が
「
自
然
的
な
火
」
を
用
い
て

「
純
金
」（purum

 putum
 aurum

）
を
得
よ
う
と
す
る
作
業
場
の

プ
ロ
セ
ス
に
対
応
す
る
と
い
う
わ
け
で
す）
11
（

。

　
こ
う
し
た
終
末
の
頂
点
に
お
け
る
精
製
過
程
は
「
聖
書
と
自
然

の
光 

［
自
然
研
究]

」
に
基
づ
い
て
証
明
さ
れ
る
と
さ
れ
ま
す）
11
（

。
す

な
わ
ち
リ
ン
ク
は
、
自
然
界
か
ら
得
ら
れ
る
知
識
に
基
づ
い
て
人

は
、
人
類
と
世
界
の
救
済
な
ど
神
学
的
な
問
い
に
も
取
り
組
む
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
、
自
然
神
学
的
な
解
釈
論
の
立
場
に
あ
り
ま

す
。
し
た
が
っ
て
彼
は
こ
う
主
張
し
ま
す
。「
す
な
わ
ち
人
は
、
自

然
の
事
物
す
な
わ
ち
被
造
物
の
知
識
を
通
じ
て
、
神
の
超
自
然
的
な

御
業
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る）
1（
（

。」
こ
こ
で
リ
ン
ク
は
錬
金
術
思

想
に
彩
ら
れ
た
自
然
神
学
の
主
導
者
と
し
て
現
れ
て
い
ま
す
。
神

の
救
済
の
業
は
、「
変
成
の
術 

［
錬
金
術
］
に
よ
っ
て 

［
…
］
正
し

く
ま
た
信
心
深
く
観
想
」
し
「
説
明
す
る
」
こ
と
が
で
き
る
の
だ

と
、
彼
は
主
張
し
て
い
る
の
で
す
。
リ
ン
ク
に
よ
れ
ば
、
錬
金
術
に

よ
る
物
質
変
成
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
終
末
に
お
け
る
世
界
の
浄
化
と
い

う
プ
ロ
セ
ス
を
例
示
的
に
先
取
り
し
て
い
る
。
彼
の
物
理
神
学
的

（physikotheologish

）
な
考
え
に
よ
れ
ば
、
神
に
よ
っ
て
天
地
創

造
が
為
さ
れ
た
始
原
の
時
よ
り
、自
然 

［
被
造
物
］
の
世
界
に
は
「
終
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末
の
出
来
事
」の「
範
型
」（Vorbilder

）が
組
み
込
ま
れ
て
い
る（「
自

然
的
な
、
可
視
的
な
事
物
を
通
じ
て
予
め
示
さ
れ
て
い
る）
11
（

」）。
し
た

が
っ
て
リ
ン
ク
の
終
末
に
ま
つ
わ
る
思
索
は
、
次
の
よ
う
な
創
造
神

学
（Schöpfungstheologie

）
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち

神
は
、
天
地
創
造
に
お
け
る
自
ら
の
神
意
に
基
づ
い
て
人
間
に
利
す

る
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
被
造
物
（
自
然
界
）
に
植
え
つ
け
た
、
と
す
る

立
場
で
す）
11
（

。

　
錬
金
術
（ars alchem

ica
）
の
プ
ロ
セ
ス
に
終
末
の
出
来
事
の

寓
意
（allegoria

）
を
見
出
し
う
る
と
い
う
主
張
は
、
宗
教
改
革

者
ル
タ
ー
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に）
11
（

、
こ
の
時
代
に
は
決
し
て
特
異
な

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
な
お
、
リ
ン
ク
の
終
末
論
は
以

下
の
観
点
か
ら
注
目
に
値
す
る
で
し
ょ
う
。
宗
派
主
義
的
な
教
会
組

織
に
対
す
る
疑
念
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
彼
の
著
作
は
、
当
時
の
キ
リ

ス
ト
教
会
に
お
け
る
信
仰
分
裂
へ
の
応
答
で
あ
る
、と
い
う
点
で
す
。

再
三
に
わ
た
っ
て
彼
は
、
人
は
自
然
認
識
に
基
づ
い
て
神
認
識
へ
至

る
と
い
う
自
然
神
学
的
な
主
張
を
繰
り
返
し
ま
す）
11
（

。
こ
う
し
た
主
張

は
同
時
に
終
末
論
に
よ
っ
て
も
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
す
な
わ

ち
、終
末
の
時
に
お
け
る
「
学
問
」（W

issenschaft

）
の
進
歩
は
「
信

仰
」（Religion

）
の
更
生
へ
と
繋
が
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
分
裂
し
た

現
在
の
キ
リ
ス
ト
教
会
も
来
る
「
第
三
の
時
代
」
に
お
い
て
最
終
的

な
一
致
（U

nität

）
へ
と
至
る
。
こ
の
よ
う
に
リ
ン
ク
は
確
信
し
て

い
る
の
で
す）
11
（

。
こ
う
し
た
「
よ
り
良
き
時
代
」（bessere Zeiten

）

へ
の
千
年
王
国
的
―
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
憧
憬
に
、「
心
霊
主
義
的
宗

教
哲
学
者）
11
（

」（spiritualistische Religionsphilosoph

）
と
呼

ば
れ
る
パ
ウ
ル
・
リ
ン
ク
の
救
済
史
観
は
基
づ
い
て
い
た
の
で
す
。

五
　
展
望

　
宗
派
教
会
の
成
立
（「
宗
派
化
の
時
代）
11
（

」）
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け

ら
れ
る
ド
イ
ツ
語
圏
の
ル
ネ
サ
ン
ス
末
期
に
該
当
す
る
こ
の
時
代

に
お
い
て
、
リ
ン
ク
の
著
作
は
反
宗
派
主
義
的
か
つ
非
妥
協
的

（nonkonform
istisch

）
な
敬
虔
の
例
と
し
て
見
ら
れ
る
べ
き
で

し
ょ
う
。
こ
う
し
た
非
正
統
的
宗
教
性
は
外
科
医
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
を

神
秘
的
神
学
者
と
し
て
捉
え
、
終
末
論
的
な
自
然
神
学
の
権
威
と
し

て
見
な
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
た
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
の
宗
教
的

様
式
化
が
示
唆
す
る
の
は
、
一
六
世
紀
転
換
期
に
お
け
る
こ
の
反
宗

派
主
義
的
色
彩
を
帯
び
た
「
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
崇
拝
」（Paracelsus-

K
ult

）
が
同
時
代
の
他
の
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
主
義
者
た
ち
に
も
共
有

さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す）
11
（

。
す
な
わ
ち
続
く
三
〇
年
戦
争
期

（
一
六
一
八
―
四
八
年
）、「
宗
教
的
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
主
義
」
の
千
年

王
国
的
自
然
神
学
は
、
そ
の
擁
護
者
を
新
し
い
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
医
学

の
支
持
者
の
中
に
も
獲
得
し）
11
（

、
ま
た
同
時
に
正
統
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

教
会
に
お
い
て
は
厳
し
く
断
罪
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す）
1（
（

。

　
続
く
バ
ロ
ッ
ク
期）
11
（

に
お
け
る
リ
ン
ク
の
著
作
の
受
容
を
見
れ
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錬
金
術
と
終
末
論
　
ド
イ
ツ
の
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
主
義
者
パ
ウ
ル
・
リ
ン
ク
と
そ
の
救
済
史
観
（
村
瀬
）

ば
、
彼
の
非
妥
協
的
宗
教
性
は
敬
虔
主
義
（Pietism

us

）
の
前

段
階
に
位
置
付
け
ら
れ
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
信
仰
分
裂
の
最
終
的

な
解
消
（unum

 O
vile et unus Pasto

）
11
（r

）
に
対
す
る
リ
ン
ク

の
憧
憬
は
、
と
り
わ
け
ポ
ス
ト
宗
教
改
革
期
の
「
敬
虔
の
危
機
」

（Fröm
m

igkeitskrise

）
の
流
れ
に
置
か
れ
る
べ
き
で
す
。
こ
の

潮
流
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
内
部
の
反
体
制
的
な
勢
力
に
お
い
て
一
六

世
紀
末
以
降
、
さ
ら
な
る
宗
教
改
革
へ
の
希
求
を
も
た
ら
し
、「
真

の
キ
リ
ス
ト
教
」
を
求
め
る
前
―
敬
虔
主
義
的
（vor-pietistisch

）

な
要
求
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
り
ま
す）
11
（

。

　
研
究
の
欠
如
と
し
て
な
お
残
っ
て
い
る
の
は
、
リ
ン
ク
の
終
末
論

と
自
然
神
学
の
よ
り
広
範
な
受
容
路
の
解
明
と
、
同
時
に
宗
教
的
パ

ラ
ケ
ル
ス
ス
主
義
そ
の
も
の
の
勃
興
と
没
落
に
関
す
る
調
査
で
す
。

そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
時
代
の
学
問
と
宗
教
と
の
相
互
作
用
に
つ
い
て

よ
り
広
い
理
解
が
期
待
さ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
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註（１
）
現
行
の
研
究
は
大
部
分
を
筆
者
が
二
〇
一
三
年
に
提
出
し
た
博
士
論
文

に
拠
る
。Am

adeo M
urase, Paracelsism

us und C
hiliasm

us 
im

 deutschsprachigen R
aum

 um
 1600 , D

iss., H
eidelberg, 

2013, vor allem
 K

ap. 3.6 und 4. 

本
研
究
は
日
本
学
術
振
興
会

科
研
費
（
課
題
番
号16K

21332

）
に
よ
る
研
究
助
成
を
得
た
。

（
２
）
同
時
期
の
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
主
義
に
つ
い
て
は
、W

ilhelm
 

K
ü

h
lm

an
n

 an
d Joach

im
 T

elle (eds.), C
orp

u
s 

P
aracelsisticu

m
. D

oku
m

en
te frü

h
n

eu
zeitlich

er 
N

a
tu

rp
h

ilo
so

p
h

ie in
 D

eu
tsch

la
n

d
. D

er 
F

rühparacelsism
us , 3B

de., T
übingen bzw

. B
erlin, 

2001/2013 (im
 Folgenden: CP1-3). 

科
学
史
、
宗
教
史
関
連

に
つ
い
て
は
、Joachim

 Telle (ed.), Analecta Paracelsica. 
Studien zum

 N
achleben Theophrastus von H

ohenheim
s 

im
 deutschen K

ulturgebiet der frühen N
euzeit , Stuttgart, 

1994; O
le Peter G

rell (ed.), Paracelsus. The M
an and H

is 
R

eputation , Leiden et al., 1998.

（
３
）
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、U

do Benzenhöfer, 
Paracelsus, R

einbeck , 32003; 11997. 

更
に
以
下
を
参

照
。W

alter P
agel, P

aracelsus. A
n Introduction to 

Philosophical M
edicine in the E

ra of the R
enaissance , 

B
asel et al., 

21982; 
11958; and C

harles W
ebster, 

Paracelsus. M
edicine, M

agic and M
ission at the E

nd 
of Tim

e , N
ew

 H
aven/London, 2008. 

パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
主
義

の
影
響
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。“Paracelsus” in K

illy 
Literaturlexikon  2, Bd. 9, 2010, pp. 83-90 (W

. K
ühlm

ann).

（
４
）
医
薬
史
の
状
況
に
つ
い
て
は
、W

olfang U
. Eckart, G

eschichteder 

M
edizin , H

eidelberg, 52005; 11990, pp. 98-101; C
hristoph 

Friedrich and W
olf-D

ieter M
üller Jahncke, G

eschichte 
der Pharm

azie , vol. 2: V
on der Frühen N

euzeit bis zur 
G

egenw
art  , Eschborn, 2005, pp. 267-285.

（
５
）
こ
こ
で
は
、
以
下
を
参
照
。Allen G

. D
ebus, The C

hem
ical 

Philosophy. Paracelsian Science and M
edicine in the 

Sixteenth and Seventeenth C
enturies , 2vols., N

ew
 York, 

1977, esp. vol. 1, pp. 45-61; B
ruce T. M

oran, D
istilling 

K
now

ledge. A
lchem

y, C
hem

istry and the S
cientific 

R
evolution , C

am
bridge M

A
/ London, 2005; W

illiam
 

R
. N

ew
m

an, A
tom

s and A
lchem

y. C
hem

istry and the 
E

xperim
ental O

rigins of the S
cientific R

evolution , 
Chicago/ London, 2006.

（
６
）Paracelsus, Säm

tliche W
erke , 1. Abt.: K

arl Sudhoff (ed.), 
M

edizinische, naturw
issenschaftliche und philosophische 

Schriften , vols. 1-14, M
ünchen/ Berlin, 1922/33.

（
７
）
彼
の
神
学
に
関
す
る
編
纂
事
業
は
今
な
お
未
完
成
で
あ
る
。
現
在
確

認
で
き
る
の
は
、Paracelsus, Säm

tliche W
erke  2. Abt.: K

arl 
Sudhoff and W

ilhelm
 M

atthießen (eds.), T
heologische 

und religionsphilosophische Schriften , vol. 1, M
ünchen, 

1923; vols. 2-7, K
urt G

oldam
m

er (ed.), W
iesbaden, 

1955/86. 

こ
れ
ら
未
完
成
の
版
と
並
ん
で
、
こ
こ
に
新
た
な
編

纂
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
も
示
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。Paracelsus, 

Theologische W
erke  1. U

rs Leo G
antenbein (ed.), V

ita 
B

eata. Vom
 seligen Leben , Berlin, 2008 (N

eue Paracelsus-
Edition, vol. 1). 

以
後
、
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
の
神
学
的
著
作
を
引
く
際

に
は
ゴ
ル
ト
ア
ン
マ
ーG

oldam
m

er

版
を
用
い
る
。
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錬
金
術
と
終
末
論
　
ド
イ
ツ
の
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
主
義
者
パ
ウ
ル
・
リ
ン
ク
と
そ
の
救
済
史
観
（
村
瀬
）

（
８
）
下
記
註
一
一
参
照
。

（
９
）
以
下
の
書
誌
学
的
記
録
を
参
照
。K

arl Sudhoff, Versuch einer
K

ritik der E
chtheit der P

aracelsischen S
chriften , I. 

T
heil: D

ie unter H
ohenheim

’s N
am

en erschienenen 
D

ru
cksch

riften , B
erlin, 1894 (reprographischer 

N
achdruck G

raz, 1958, unter dem
 Titel: B

ibliographia 
P

aracelsica. B
esprech

un
g der un

ter T
h

eophrast 
von H

ohenheim
s N

am
en 1527-1893 erschienenen 

D
ruckschriften ), pp. 60-365.

（
10
）Paracelsus, B

ücher und Schrifften , Johann H
user (ed.), 

Tle. 1-10, B
asel: K

onrad W
aldkirch, 1589/91; ders., J. 

H
user (ed.), C

hirurgische B
ücher vnd Schrifften  [Tl. 11], 

Straßburg: Lazarus Zetzner, 1605. 
以
後
、
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス

の
医
学
―
自
然
哲
学
的
著
作
を
引
く
際
に
は
フ
ー
ザ
ー
版 ( Tle. 

1-11) 

を
用
い
る
。(reprographischer N

achdruck, 6vols., 
H

ildesheim
, 1971/75).

（
11
）
彼
の
自
筆
稿
の
継
承
史
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。K

arl Sudhoff, 
V

ersuch einer K
ritik der E

chtheit der Paracelsischen 
Schriften. II. Theil: Paracelsische H

andschriften , Berlin, 
1899, esp. pp. 1-12.

（
12
）S. zusam

m
enfassend C

P1, pp. 18-20. V
gl. auch Lynn

T
horndike, A

 H
istory of M

agic and E
xperim

ental 
Science , vol. 5, N

ew
 York, 1941, pp. 617-652 (‘Paracelsian 

R
evival’).

（
13
）
リ
ン
ク
の
生
涯
に
つ
い
て
正
確
な
情
報
は
僅
か
し
か
知
ら
れ
て
い

な
い
。
以
下
を
参
照
。Sudhoff, Versuch , Tl. II (w

ie o. Anm
. 

11), p. 7f.; and das Biogram
m

 in: CP3, pp. 843-844. 

ま
た

下
記
註
一
五
を
見
よ
。

（
14
）
フ
ー
ザ
ー
の
報
告
を
参
照
。Johann H

user, “Vorrede an den 
Leser” in H

user (ed.), Paracelsus, B
ücher vnd Schrifften , 

Tl. 1, p. B
3r: “[...] m

einen A
m

anuensem
, PA

V
LV

M
 

LIN
CK

, M
E

D
IC

IN
AE STU

D
IO

SU
M

, w
elches an seinem

 
fleiß nicht m

angeln lassen/ vnnd darum
b seins Lob auch 

w
ürdig ist”. 

初
期
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
主
義
の
中
心
人
物
に
し
て
選
定

候
エ
ル
ン
ス
ト
・
フ
ォ
ン
・
バ
イ
エ
ル
ン
の
侍
医
で
あ
っ
た
ヨ
ハ
ン
・

フ
ー
ザ
ー
に
つ
い
て
は
以
下
を
見
よ
。Joachim

 Telle, Johann 
H

user in seinen B
riefen . 

一
六
世
紀
の
シ
ュ
レ
ジ
エ
ン
に
お
け

る
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
主
義
に
つ
い
て
は
、in ders. (ed.), Parerga 

Paracelsica in Vergangenheit und G
egenw

art , Stuttgart, 
1992, pp. 159-248; die E

rläuterungen in: C
P2, pp. 412-

414; und das B
iogram

m
 in: C

P 3, pp. 799-802.

（
15
）
以
下
を
見
よ
。Robert-H

enri Blaser, R
obert-H

enri B
laser, 

P
aracelsus in B

asel, hrsg. von der S
chw

eizerischen 
Paracelsus-G

esellschaft , M
uttenz/ B

asel, 1979, pp. 145-
187 (m

it Faksim
ile und Ü

bersetzungen aller D
ichtungen 

Links); Joachim
 Telle (ed.), P

aracelsus im
 G

edicht , 
H

ürtgenw
ald, 2008, pp. 52-58, 254-256 (K

om
m

entierte 
Textproben). 

（
16
）Paul Linck, R

echter Bericht Von den D
reyen Seculis vnd 

Judiciis D
IV

JN
IS Post D

ILU
V

JV
M

 [...] , entstanden 
1599, verm

ehrt und abgeschlossen 1602. 

ド
イ
ツ
語
圏
で
は

三
つ
の
版
が
伝
わ
っ
て
い
る
。W

olfenbüttel, H
AB

, Cod. 981 
H

elm
st.; Staats- und U

niversitätsbibliothek H
am

burg, 
Cod. theol. 1914; Rostock, U

B
, M

s. Theol. Fol. 72. 

こ
こ
で
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はW
olfenbütteler

版
の
手
稿
を
利
用
し
た
。
ペ
ー
ジ
の
参
照
は

新
た
な
丁
付
け
（
右
下
）
に
拠
る
。
著
作
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参

照
。C

arlos G
illy, C

im
elia R

hodostaurotica , A
m

sterdam
, 

1995, p. 20(N
r. 18).

（
17
）
ヨ
ア
キ
ム
主
義
の
三
時
代
説
に
つ
い
て
は
以
下
を
見
よ
。

M
arjorie R

eeves, The Influence of Prophecy in the Later 
M

iddle Ages. A Study in Joachim
ism

, O
xford, 1969, pp. 

126-132

［
マ
ー
ジ
ョ
リ
・
リ
ー
ヴ
ス
〔
大
橋
喜
之
訳
〕『
中
世
の

預
言
と
そ
の
影
響
ヨ
ア
キ
ム
主
義
の
研
究
』
八
坂
書
房
、
二
〇
〇
六

年
］. 

受
容
に
つ
い
て
は
以
下
を
見
よ
。W

ilhelm
 Schm

idt-
B

iggem
ann, Philosophia perennis , Frankfurt am

 M
ain, 

1998, pp. 611-614; Siegfried W
ollgast, Philosophie in 

D
eutschland 1550-1650 , 2. Aufl., 1993, pp. 332-334. 

（
18
）Linck, Von den D

reyen Seculis , Bl. 14r.

（
19
）
こ
こ
で
リ
ン
ク
は
ル
タ
ー
に
よ
る
改
革
以
来
の
信
仰
分
裂
と
そ
れ

に
引
き
続
く
宗
派
教
会
間
の
論
争
神
学
的
対
立
お
よ
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

全
土
で
の
宗
教
戦
争
を
指
し
て
い
る
。
改
革
後
の
「
危
機
の
時
代
」

（Zeitalter der K
risen

）
に
関
す
る
概
観
に
つ
い
て
は
以
下
を
見

よ
。H

einz Schilling, A
ufbruch und K

rise. D
eutschland 

1517-1648 , B
erlin, 1988, K

ap. 5(pp. 313-370) and 6(pp. 
371-463); zusam

m
enfassend A

nne-C
harlot Trepp, V

on 
der G

lückseligkeit alles zu w
issen. D

ie E
rforschung 

der N
atur als religiöse Praxis in der Frühen N

euzeit , 
Frankfurt a. M

./ N
ew

 York, 2009, pp. 26-33.

（
20
）リ
ン
ク
に
よ
れ
ば
一
六
〇
〇
年
頃
の
信
仰
危
機（G

laubenskrise

）

は
終
末
の
徴
の
現
れ
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
主
題
に
関
し
て

は
以
下
を
見
よ
。M

atthias Pohlig, “K
onfessionskulturelle 

D
eutungsm

uster internationaler K
onflikte um

 1600”, 
A

rchiv für R
eform

ationsgeschichte , 93(2002), pp. 278-
316.

（
21
）
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
も
そ
の
神
学
的
著
作
に
お
い
て
―
マ
タ
イ
福
音
書

二
四
章
に
お
け
る
共
観
福
音
書
の
終
末
論
に
関
す
る
彼
自
身
の
解
釈

に
従
い
―
最
後
の
審
判
の
日
が
間
も
な
く
到
来
す
る
こ
と
を
否
定
し

て
い
る
。
以
下
を
見
よ
。Paracelsus, D

e secretis secretorum
 

theologiae : “U
nd so die from

ben verm
einen w

erden, ein 
solch krieg und blutvergießen und rum

oren, es w
ürde der 

jüngsttag da sein, [...]. aber nit gedenkent drum
b, diew

eil 
es undter den verfüren also gehet, daß darum

b der 
jüngsstag sei. nein, es ist noch kein end der w

elt” ((ed.), 
G

oldam
m

er, B
d. 3, p. 218). 

以
下
も
見
よ
。Paracelsus, D

e 
genealogia C

hristi , (ed.), G
oldam

m
er, Bd. 3, S. 89f.

（
22
）Linck, Von den D

reyen Seculis , B
l. 183r.

（
23
）
著
書
の
第
四
部
（
第
二
章
）
に
お
い
て
リ
ン
ク
は
パ
ラ
ケ
ル
ス

ス
の
著
作
か
ら
数
多
く
の
抜
粋
を
収
め
て
い
る
。
当
時
既
に
フ
ー

ザ
ー
に
よ
る
一
〇
巻
本
の
全
集(

一
五
八
九
／
九
一)

が
存
在
し

て
い
た
医
学
―
哲
学
的
著
作
の
他
に
、
リ
ン
ク
は
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス

の
神
学
的
著
作
二
冊
か
ら
も
引
用
し
て
い
る
。D

ie “Auslegung 
über das 24. C

: M
atth.” (B

l. 193r-v; vgl. die H
eidelberger 

H
andschrift, Pal. G

erm
 26, B

l. 165vff. [“N
aturalium

 
et harum

 rerum
 sim

ilium
 Interpretationes super 

Q
uatuor E

uangelistas”]) und die – erst im
 vergangenen 

Jahrhundert ((ed.) G
oldam

m
er, B

de. 4-7) gedruckt 
erschienene – “Außlegung der Psalm

en” (Bl. 193v-199v).

（
24
）
上
記
註
七
を
見
よ
。
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錬
金
術
と
終
末
論
　
ド
イ
ツ
の
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
主
義
者
パ
ウ
ル
・
リ
ン
ク
と
そ
の
救
済
史
観
（
村
瀬
）

（
25
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
的
神
学
の
継
承
―
受
容

史
に
関
す
る
ウ
ル
ス
・
フ
ォ
ン
・
ガ
ン
テ
ン
バ
イ
ン
（U

rs Leo 
G

antenbein

）
の
手
に
よ
る
概
略
的
な
見
取
り
図
を
参
照
。

Paracelsus, Theologische W
erke , (ed.) G

antenbein 

（
上
記

註
七
参
照
）  pp. 37-40.

（
26
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
基
礎
的
文
献
と
し
て
以
下
を
見
よ
。Carlos 

G
illy, T

heophrastia S
ancta. D

er P
aracelsism

us als 
R

eligion im
 Streit m

it den offiziellen K
irchen , in Analecta 

Paracelsica

（
上
記
註
二
）, pp. 425-487.

（
27
）
例
え
ば
、
以
下
を
見
よ
。Paracelsus, Von den natürlichen 

D
ingen : “Aber jetzt ist die Zeit also/ das m

an der H
urerey 

achtet/ so lang/ biß der dritt theil der W
elt erschlagen 

w
ird/ vnd der ander am

 Schelm
en stirbt/ vnnd der dritt 

kaum
 verbleibt: [...] A

ls dann ist die G
üldin W

elt/ das 
ist/ als dann w

irdt der M
ensch in sein rechten Verstandt 

kom
m

en/ vnnd M
enschlich leben/ nicht V

iehisch/ nicht 
Sew

isch/ nicht inder Speluncken” ((ed.) H
user, Tl. 7, 

p. 200: V
gl. Linck, V

on den D
reyen Seculis , B

l. 188r ; 
A

poc. 8,7). 

パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
の
千
年
王
国
論
に
つ
い
て
は
以
下
を
見

よ
。K

urt G
oldam

m
er, Paracelsus in neuen H

orizonten. 
G

esam
m

elte Aufsätze ,W
ien, 1986, pp. 125-143; Siegfried 

W
ollgast, “Zur W

irkungsgeschichte des Paracelsus im
 

16. und 17. Jahrhundert,” in Peter D
ilg and H

artm
ut 

R
udolph (eds.), R

esultate und D
esiderate der Paracelsus-

Forschung , Stuttgart, 1993, pp. 113-144, esp. pp. 114-
121; and M

urase, Paracelsism
us und C

hiliasm
us

（
上
記

註
一
）, chap. 1.2 (‘W

ar Paracelsus ein Chiliast?’).

（
28
）Linck, Von den D

reyen Seculis , Bl. 139r.

（
29
）
こ
こ
で
リ
ン
ク
は
ル
タ
ー
に
よ
る
改
革
以
来
の
農
民
戦
争
と
宗
教

紛
争
を
指
し
て
い
る
。ebenda, Bl. 34r. 

上
記
註
一
九
を
見
よ
。

（
30
）Ebenda, B

l. 32v.

（
31
）E

benda, B
l. 120v. 

黙
示
録
二
〇
、六
を
参
照
。‘C

hiliasm
us 

subtilis’

と
そ
の
対
概
念‘C

hiliasm
us crassus’

に
つ
い
て

は
、
以
下
を
見
よ
。G

ünther List, C
hiliastische U

topie 
und radikale R

eform
ation. D

ie E
rneuerung der Idee vom

 
tausendjährigen R

eich im
 16. Jahrhundert , M

ünchen, 
1973, p. 11, n. 6. 

参
照
。  Siegfried W

ollgast, C
hiliasm

us 
und soziale U

topie im
 Paracelsism

us , in Peter D
ilg and 

H
artm

ut R
udolph (eds.), N

eue B
eiträge zur Paracelsus-

Forschung , Stuttgart, 1995, pp. 111-139, esp. pp. 120-122 
(‘Chiliasm

us subtilis’ bei Paracelsus).

（
32
）Linck, Von den D

reyen Seuclis , B
l. 155r.

（
33
）Ebenda, B

l. 151v -152r.

（
34
）Ebenda, B

l. 188v. 

パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
の
終
末
論
に
お
い
て
は
、「
黄

金
時
代
」( “G

üldene W
elt”) 

は
「
エ
リ
ア
の
術
の
時
代
」 ( “zeit 

der K
ünst H

eilas”) 

と
見
な
さ
れ
、
そ
こ
に
は
旧
約
聖
書
の
預

言
者
エ
リ
アElias

が
、
あ
ら
ゆ
る
未
解
決
の
問
題
を
解
明
し
そ
れ

に
よ
り
学
問
の
完
成
を
も
た
ら
す
た
め
に
、
再
び
地
に
現
れ
る
と

さ
れ
る
。
以
下
を
見
よ
。Paracelsus, Von den natürlichen 

D
ingen : “D

ann es ist nicht m
inder/ viel K

ünst sind 
vns verhalten/ darum

b/ das w
ir G

ott nicht gefellig 
seindt/ dieselbigen vns zu eröffnen. N

uhn aber E
isen in 

K
upffer zu m

achen/ ist nicht so viel/ als E
isen in G

oldt 
zu m

achen: D
arum

b/ das w
eniger lest G

ott offenbar 



－  99  －

史
苑
（
第
八
一
巻
第
一
号
）

w
erden/ das m

ehrer ist noch verborgen/ biß auff die zeit 
der K

ünst H
elias, so er kom

m
en w

irdt. D
ann die K

ünst 
haben gleich so w

ol H
eliam

, als sonst zuvestohn ist” ((ed.) 
H

user, Tl. 7, p. 198).

（
35
）Linck, Von den D

reyen Seculis , Bl. 182v.

（
36
）E

benda, Bl. 177v.

（
37
）E

benda, Bl. 175v.

（
38
）
以
下
を
参
照
。Paracelsus, O

pus Param
irum

: “D
rey sind 

der Substantz/ die do einem
 jedlichen sein Corpus geben: 

D
as ist/ E

in jedlich C
orpus/ steht in dreyen dingen. 

D
ie N

am
en dieser dreyen dingen sind also/ Sulphur, 

M
ercurius, Sal” ((ed.) H

user, Tl. 1, p. 73); ders. D
e 

renovatione et R
esaturatione , ebenda, Tl. 6, p. 101. 

三
原
質
説

に
つ
い
て
は
以
下
の
解
説
を
見
よ
。CP Bd. 1, pp. 278, 279, 347.

（
39
）Linck, Von den D

reyen Seculis , Bl. 175v-176r.

（
40
）E

benda, Bl. 176r.

（
41
）E

benda, Bl. 178r.

（
42
）E

benda, Bl. 178r-v.

（
43
）
リ
ン
ク
の
主
張
は
、
創
造
神
学
に
も
基
づ
い
た
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
主

義
者
た
ち
の
正
当
化
議
論
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
見
な
さ
れ
る

べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
は
ス
コ
ラ
主
義
的
―
文
献
学
的
な
書
物
的
知

識B
ücherw

issen

と
は
異
な
る
経
験
的
な
い
し
錬
金
術
的
な
自
然

研
究
を
求
め
る
議
論
で
あ
る
。
例
え
ば
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
主
義
者
ア
ダ

ム
・
フ
ォ
ン
・
ボ
ー
デ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
（Adam

 von Bodenstein 
(1562)

）
を
見
よ
。“Q

uia om
nia creator, coelum

, elem
enta 

et vniuersa, quae ex ipsis nascuntur in vsus hom
inis 

fecit, vultque nos ea inquirere ac vti ad hom
inum

 

vtilitatem
 ipsiusque inm

ensam
 gloriam

: Q
uam

obrem
 

firm
am

entum
 siue coelum

 vniuersa inferiora m
ouens 

diligenter considerandum
 [...]” (W

idm
ungsvorrede in: 

Paracelsus, D
e gradibus , (ed.) A

dam
 von B

odenstein, 
M

ülhausen, 1562, p. *3
v; K

om
m

entierte E
dition und 

deutsche Ü
bersetzung in C

P2, pp. 153, 161).

（
44
）
以
下
を
参
照
。M

artin Luther, W
erke. Kritische G

esam
tausgabe. 

Tischreden , B
d. 1: Tischreden aus der ersten H

älfte der 
dreißiger Jahre , W

eim
ar, 1912, N

r. 1149, p. 566: “A
rs 

alchim
ia est vere illa veterum

 philosophia naturalis, 
quae m

ihi vehem
enter placet, cum

 propter alias m
ultas 

utilitates, [...] tum
 etiam

 propter allegoriam
, quam

 
habet pulcherrim

am
, resurrectionem

 m
ortorum

 in die 
extrem

o.”

（
45
）Linck, Von den D

reyen Seculis , B
l. 176v.

（
46
）Ebenda, B

l. 136r.

（
47
）
以
下
を
参
照
。Blaser, Paracelsus in B

asel

（
上
記
註
一
五
）, 

p. 146.

（
48
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
以
下
を
見
よ
。zusam

m
enfassend Thom

as 
K

aufm
ann, “D

ie deutsche R
eform

ationsforschung 
seit d

em
 Z

w
eiten

 W
eltk

rieg
,” A

rch
iv

 fü
r 

R
eform

ationsgeschichte , 100 (2009), pp. 15-47.
（
49
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
以
下
を
見
よ
。M

urase, Paracelsism
us und 

C
hiliasm

us

（
上
記
註
一
）, K

ap. 2.3.1.
（
50
）
例
え
ば
、O

sw
ald C

roll, B
asilica C

hym
ica , Frankfurt 

a. M
., 1609. 

影
響
力
の
あ
っ
た
「
筆
頭
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
主
義
者
」

（Erzparacelsist

）ク
ロ
ル（Croll

）に
つ
い
て
は
以
下
の
序
論
を
見
よ
。
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錬
金
術
と
終
末
論
　
ド
イ
ツ
の
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
主
義
者
パ
ウ
ル
・
リ
ン
ク
と
そ
の
救
済
史
観
（
村
瀬
）

O
sw

aldus Crollius, D
e signaturis internis rerum

, W
ilhelm

 
K

ühlm
ann and Joachim

 Telle (eds.), Stuttgart, 1996, 
pp. 1-40; den A

rtikel. (s. v.) in K
illy Literaturlexikon , 

2, B
d. 2, 2008, p. 504-506 (J. Telle); O

w
en H

annaw
ay, 

T
he C

hem
ists and the W

ord. T
he D

idactic O
rigins of 

C
hem

istry , Baltim
ore, u. a. 1975, pp. 1-72.

（
51
）
例
え
ば
、N

ikolaus H
unnius, C

hristliche B
etrachtung D

er 
N

E
w

en Paracelsischen und W
eigelianischen Theology , 

W
ittenberg, 1622. 

ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
の
神
学
者
に
し
て
反
パ

ラ
ケ
ル
ス
ス
主
義
者
フ
ン
ニ
ウ
ス
（H

unnius

）
に
つ
い
て
は
以
下

の
当
該
項
目
を
見
よ
。Theologisches R

ealenzyklopädie , Bd. 
15, 1986, pp. 707-709 (T. M

ahlm
ann). 

宗
教
的
パ
ラ
ケ
ル
ス

ス
主
義
と
の
関
係
は
以
下
を
見
よ
。Ernst W

ilhelm
 K

äm
m

erer, 
D

as Leib-Seele-G
eist-Problem

 bei Paracelsus und einigen 
Autoren des 17. Jahrhunderts , W

iesbaden, 1971, pp. 76-
79; und die Erläuterungen in CP3, pp. 215-216, 530.

（
52
）
例
え
ば
一
七
〇
〇
年
頃
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ブ
レ
ッ
ク
リ
ン
グ

（Friedrich Breckling

）
の
急
進
的
敬
虔
主
義
の
サ
ー
ク
ル
。
以

下
を
見
よ
。F. Breckling, “Catalogus testium

 veritatis,” 
in G

ottfried A
rnold, U

npartheyische K
irche- und K

etzer-
H

istorie , Tl. 4, Frankfurt a. M
., 1729, Sekt. 3, N

um
. 18, 

§ 155, p. 1107. 

一
七
世
紀
末
の
ブ
レ
ッ
ク
リ
ン
グ
と
ア
ル
ノ
ル
ト

（A
rnold

）
と
い
う
二
人
の
敬
虔
主
義
者
に
つ
い
て
は
以
下
を
見
よ
。

Johannes W
allm

ann, D
er Pietism

us , G
öttingen, 2005, pp. 

45-47, 151-160.

（
53
）Linck, Von den D

reyen Seculis , Bl. 155r. 

こ
こ
で
な
お
指

摘
し
て
お
く
べ
き
は
、
リ
ン
ク
の‘Chiliasm

us subtilis’ 

が
「
唯

一
の
羊
小
屋
」 (

ヨ
ハ
ネ
福
音
書
一
〇
、一
六) 

に
関
す
る
パ
ラ
ケ
ル

ス
ス
の
意
見
を
引
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
神
学
的
お
よ
び
預
言
的

な
著
作
に
お
い
て
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
は
、
た
だ
一
人
の
「
良
き
羊
飼
い
」

で
あ
る
キ
リ
ス
ト
の
下
で
の
終
末
に
お
け
る
信
仰
の
一
致
に
つ
い
て

述
べ
て
い
る
。
例
え
ば
以
下
を
見
よ
。Paracelsus, A

uslegung 
der Figuren/ so zu N

ürnberg gefunden: “er [Christus] der 
B

apst ist [...]/ V
nd [...] der B

apst nichts anderst ist auff 
Erden/ dann ein vollkom

m
en M

ensch/ der den Schüfflein 
den rechten W

eg C
hristi anzeigt/ [...] V

nter solchem
 

G
ew

alt [Christi] w
irdt der Schaffstall einig sein/ vnd also 

w
erden die Schaff alle in E

i[ne]m
 Stall sein/ vnd also 

w
ird E

in H
irtt sein/ das ist C

hristus/ [...] w
ir w

erden in 
Ew

igkeit Selig vnd frölich leben/ vnd all falsche Christen/ 
falsch A

posteln/ falsch Propheten w
erden todt sein” 

((ed.) H
user, Tl. 10A

pp., p. 188). 

参
照
。K

athrin Pfister, 
“D

ie W
eissagungen des Paracelsus,” in Paracelsus und 

Salzburg. V
orträge bei den internationalen K

ongressen 
in Salzburg und B

adgastein anläßlich des Paracelsus-
Jahres 1993 , Salzburg, 1994, pp. 355-368, esp. pp. 355-
358.

（
54
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
以
下
を
見
よ
。C

P1, S. 9; W
allm

ann, 
D

er Pietism
us

（
上
記
註
五
二
）, pp. 28-39; M

artin Brecht 
(ed.), “D

er Pietism
us vom

 siebzehnten bis zum
 frühen 

achtzehnten Jahrhundert,”in Z
usam

m
enarbeit m

it 
Johannes von den B

erg u.a.,  G
öttingen, 1993, esp. pp. 

113-118, 129-30, 205-214.

（
聖
学
院
大
学
人
文
学
部
准
教
授
）


